
風土記の地名・音・文字

地
名
と
は
柳
田
国
男
が
述
べ
る
よ
う
に
、
「
二
人
以
上
の
人
の
間
に
共

（１）

同
せ
ら
る
、
符
號
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
土
地
に
住
む
者
に
と
っ
て

は
、
他
の
土
地
と
区
別
を
す
る
た
め
の
符
号
で
あ
っ
て
、
日
常
生
活
上
、

地
名
の
意
味
は
特
に
問
題
と
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
地
名
と
は
、
識
別

す
る
た
め
の
単
な
る
音
、
固
有
の
音
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
本
来
の
意
味
と

は
異
な
る
宛
字
を
し
て
も
別
段
問
題
は
生
じ
な
い
。
ア
イ
ヌ
語
の
地
名
に

宛
字
を
し
て
も
、
生
活
上
、
困
難
は
な
い
。

一
方
で
、
宛
字
を
し
た
場
合
、
地
名
の
本
来
的
な
意
味
は
無
化
さ
れ
、

宛
字
に
基
づ
く
、
別
の
意
味
が
発
生
し
て
、
全
く
違
う
地
名
起
源
が
発
生

し
て
し
ま
う
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
。

本
稿
で
は
、
地
名
を
一
旦
「
意
味
の
な
い
音
」
と
し
て
捉
え
る
。
そ
の

意
味
の
無
い
音
が
、
起
源
を
求
め
る
と
い
う
行
為
を
通
し
て
、
ど
の
よ
う

に
意
味
化
さ
れ
る
の
か
、
ま
た
そ
の
際
に
音
と
文
字
が
ど
の
よ
う
に
関

わ
っ
て
く
る
の
か
、
と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

風
土
記
の
地
名
・
音
・
文
字

序
問
題
意
識

｜
基
本
パ
タ
ー
ン
ー
核
の
発
見
、
好
字
、
物
語
化

特
集
・
〈
音
〉
を
書
く

ｌ
説
話
生
成
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
ー

ま
ず
、
地
名
起
源
を
作
る
基
本
的
な
パ
タ
ー
ン
を
確
認
す
る
。

１例柵の村本の名は神酒なり。大神、酒を此の村に醗みましき。

故川柳卿の村といふ。又、畔柵の村といふ。大神、國作り

詑へまして以後、のりたまひしく、「副紳柵。我が美岐に

等
ら
む
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。

（播磨・宍禾）

１
は
地
名
起
源
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
、
訓
式
の
地
名
説
明
で
あ
る
。
Ａ

で
は
イ
ワ
と
い
う
地
名
が
本
来
は
「
ミ
ワ
」
で
あ
っ
た
と
し
、
Ｂ
で
は
「
オ

ワ
」
と
い
う
神
の
発
言
に
起
源
を
求
め
る
。
地
名
の
音
と
説
明
中
の
音
と

は
ズ
レ
て
い
る
。
イ
ワ
と
い
う
地
名
音
に
対
し
て
、
ミ
ワ
・
オ
ワ
と
二
通

り
の
説
明
が
記
さ
れ
る
。
ミ
ワ
・
オ
ワ
と
い
う
音
に
共
通
し
て
い
る
の
は

「
ワ
」
音
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
「
ワ
」
に
は
意
味
が
な
い
。
音
だ
け
な
の

だ
。
そ
う
し
て
ワ
の
音
を
基
に
、
第
二
音
に
ワ
音
を
持
つ
言
葉
を
持
ち
出

し
、
「
神
酒
」
「
終
わ
る
」
と
い
う
意
味
を
も
つ
言
葉
に
変
換
す
る
。
つ
ま
り
、

イ
ワ
と
い
う
意
味
の
な
い
音
の
中
か
ら
、
ワ
の
音
が
重
要
と
捉
え
、
そ
の

ワ
音
を
言
葉
に
変
え
る
。
方
言
で
は
な
く
、
都
人
に
も
わ
か
る
共
通
語
（
都

の
言
葉
）
に
翻
訳
す
る
。

こ
こ
か
ら
地
名
起
源
作
成
の
一
つ
の
ル
ー
ト
が
見
え
て
く
る
。
地
名
を

音
で
捉
え
、
そ
の
音
の
中
で
重
要
と
思
う
音
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
。
こ

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
い
く
音
〉
と
説
話

飯
泉
健
司
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特集・〈音〉を書く

れ
を
核
と
呼
ん
で
お
く
。
そ
し
て
そ
の
核
を
共
通
語
に
置
き
換
え
、
さ
ら

に
そ
の
共
通
語
を
中
心
に
起
源
護
を
作
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
誰
式

に
音
を
ず
ら
す
の
は
、
あ
る
種
の
言
語
遊
戯
な
の
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、

信
仰
的
に
は
、
地
名
は
土
地
の
本
性
を
示
す
の
で
、
土
地
の
本
性
を
述
べ

る
こ
と
を
意
図
的
に
避
け
て
、
音
を
ズ
ラ
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

同
じ
よ
う
な
現
象
は
、
次
の
例
に
も
認
め
ら
れ
る
。

２
穗
門
の
郷
〔
郡
の
南
に
あ
り
。
〕
昔
者
、
纏
向
の
日
代
の
宮
に
御
宇
し
め

し
し
天
皇
、
御
船
を
此
の
門
に
泊
て
た
ま
ひ
し
に
、
海
の
底
に
海

藻
多
に
生
ひ
て
、
周
り
当
何
削
俶
肌
討
。
即
ち
、
勅
り
た
ま
ひ
し
く
、

ほ

め

「
最
勝
つ
海
藻
〔
保
都
米
と
謂
ふ
〕
を
取
れ
」
と
の
り
た
ま
ひ
て
、
便
ち
、

御
に
進
ら
し
め
た
ま
ひ
き
。
因
り
て
最
勝
海
藻
の
門
と
い
ひ
き
。
今
、

穗
門
と
謂
ふ
は
、
誰
れ
る
な
り
。

（豊後・海部）

ホ
ト
の
起
源
を
、
「
ホ
ッ
メ
を
取
れ
」
と
い
う
天
皇
の
発
言
に
求
め
る
。

ほ

と

お
そ
ら
く
ホ
ト
と
は
、
元
来
優
れ
た
港
の
意
の
「
秀
門
」
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
が
、
そ
の
ホ
ト
（
音
）
を
ホ
の
音
と
卜
の
音
と
に
分
解
す
る
。

プ
ラ
ス

こ
の
「
ホ
＋
ト
」
が
核
と
な
っ
て
、
「
ホ
ッ
メ
（
海
藻
）
」
＋
「
門
」
（
も

し
く
は
「
取
れ
」
）
と
い
う
共
通
語
に
置
き
換
え
る
。
音
を
ズ
ラ
し
、
挿

入
す
る
と
い
う
言
語
遊
戯
が
見
ら
れ
る
。

２
で
注
目
し
た
い
の
が
、
「
ホ
」
と
い
う
核
に
「
最
勝
」
と
い
う
文
字

を
当
て
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ホ
に
「
最
勝
」
を
宛
て
た
例
は
他
に
見
当

（２）

た
ら
な
い
。
風
土
記
撰
進
の
官
命
に
い
う
「
好
字
」
を
用
い
て
い
る
。
こ

の
好
字
意
識
に
は
、
土
地
を
美
し
く
か
つ
最
高
に
描
き
た
い
と
い
う
郷
土

愛
が
働
い
て
い
る
。
言
語
遊
戯
と
好
字
意
識
と
を
用
い
て
、
土
地
を
美
化

し
た
い
と
い
う
郷
土
愛
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
。

次
に
地
名
起
源
謹
を
説
話
化
す
る
際
の
知
恵
や
工
夫
を
見
て
い
こ
う
。

３
阿
豆
の
村

あつ

Ａ
伊
和
の
大
神
、
巡
り
行
で
ま
し
し
時
、
其
の
心
の
中
の
熱
き
に
苦

し
み
て
、
衣
の
紐
を
控
き
絶
ち
た
ま
ひ
き
。
故
、
阿
豆
と
號
く
。

Ｂ
一
ひ
と
い
へ
ら
く
、
昔
、
天
に
二
つ
の
星
あ
り
。
地
に
落
ち
て
、

あつ

あ
げ
つ
ら

石
と
化
爲
り
き
。
こ
こ
に
、
人
衆
集
ま
り
來
て
談
論
ひ
き
。
故
、

阿
豆
と
名
づ
く
。
（
播
磨
・
揖
保
）

３
は
、
Ａ
で
大
神
が
胸
の
熱
さ
に
苦
し
ん
だ
の
で
、
「
あ
つ
」
の
地
名
が

起
こ
っ
た
と
説
く
。
Ｂ
の
別
伝
で
は
、
星
（
隈
石
）
が
落
ち
て
人
々
が
「
集

あ
げ
つ
ら
ふ

ま
っ
て
」
「
談
論
」
こ
と
を
起
源
と
す
る
。
Ａ
Ｂ
は
一
見
し
て
別
個
の
記

事
と
も
思
わ
れ
る
が
、
Ａ
の
「
熱
い
」
と
Ｂ
隈
石
と
は
、
熱
い
と
い
う
共

通
点
が
見
ら
れ
る
。
Ａ
の
「
熱
い
」
か
ら
の
連
想
で
、
Ｂ
で
は
限
石
に
、

あ
げ
つ
ら

さ
ら
に
集
ま
る
・
論
う
と
い
う
具
合
に
、
「
ア
シ
」
音
に
よ
る
連
想
の

展
開
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。
「
ア
シ
」
と
い
う
核
を
基
に
連
想
的
に
同
音

の
共
通
語
を
列
挙
し
て
、
新
し
い
起
源
を
展
開
し
て
い
く
。
掛
詞
的
に
物

語
を
展
開
さ
せ
る
。

こ
の
よ
う
に
地
名
の
核
は
音
を
中
心
に
何
通
り
に
も
共
通
語
化
さ
れ
、

連
鎖
的
・
重
層
的
に
展
開
す
る
。
音
・
核
を
通
し
て
次
々
に
新
し
く
展
開

し
て
、
物
語
化
さ
れ
る
。

で
は
、
文
字
が
優
先
さ
れ
る
例
、
文
字
が
核
と
な
る
場
合
は
な
い
の
か
。

次
章
で
検
討
す
る
。

文
字
を
中
心
に
核
が
発
見
さ
れ
る
確
か
な
例
は
多
く
は
な
い
が
、
形
跡

は
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
郡
よ
り
西
北
の
か
た
什
里
に
河
内
の
里
あ
り
。

二
文
字
の
核
１
超
越
景
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風土記の地名・音・文字

Ａ本は誹外刎副と名づく。〔俗の説に、樹劉劉調洲軋琲酊創可〕

お

に

Ｂ
東
の
山
に
石
の
鏡
あ
り
。
昔
、
魑
魅
あ
り
。
革
集
り
て
鏡
を
翫
ぴ

見
て
、
則
ち
、
自
ら
去
り
き
。
〔
俗
、
疾
き
鬼
も
鏡
に
面
へ
ぱ
自
ら
滅
ぶ
と

い
ふ
・
〕
有
ら
ゆ
る
土
は
、
色
、
青
き
紺
の
如
く
、
蓋
に
用
ゐ
て
麗
し
。

〔俗、阿乎爾といひ、或、加支川爾といふ・〕時に朝命の随に、取り

て進納る。

Ｃ謂はゆる久慈河の濫鵤は掛欝より出づ。（常陸・久慈）

４
は
、
Ａ
部
分
で
古
々
の
邑
の
起
源
を
「
猿
の
声
」
に
求
め
る
。
そ
し

て
Ｃ
で
は
「
猿
の
声
」
と
書
く
地
名
「
コ
コ
の
邑
」
の
意
味
に
加
え
て
、
「
此

の
地
」
の
意
味
で
も
使
用
し
、
「
こ
こ
よ
り
」
と
読
ま
せ
よ
う
と
す
る
。
「
猿

声
」
と
い
う
文
字
に
「
こ
の
処
」
の
意
味
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
「
猿
声
」

を
「
こ
こ
」
と
解
説
す
る
注
記
が
あ
る
か
ら
こ
そ
成
り
立
つ
叙
述
な
の
で

あ
る
。
で
は
「
猿
の
声
」
と
い
う
文
字
列
を
Ｃ
の
部
分
で
使
用
す
る
意
味

は
奈
辺
に
あ
る
の
か
。

「
猿
声
」
と
は
、
周
知
の
と
お
り
、
唐
代
の
漢
詩
文
で
は
し
ば
し
ば
使

用
さ
れ
る
語
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
以
前
で
も
、
日
本
の
古
風
土
記
が
参

考
に
し
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
水
経
注
（
南
北
朝
・
北
魏
）
に
も
「
猿
鳴

く
こ
と
三
声
、
涙
、
裳
を
沽
す
」
（
江
水
性
「
漁
者
歌
」
）
と
見
え
る
。
松

（３）

浦
友
久
氏
は
、
「
詩
材
と
し
て
の
猿
声
は
、
長
江
（
揚
子
江
）
の
上
流
か

ら
中
流
に
か
け
て
の
風
土
を
背
景
」
と
し
て
「
『
悲
』
な
る
ひ
び
き
を
も

つ
も
の
」
と
指
摘
す
る
。
長
江
上
流
・
中
流
の
「
悲
」
な
る
景
物
と
し
て

猿
の
声
は
、
古
代
中
国
の
詩
の
世
界
で
は
確
立
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
懐

え
ふ
り
せ
ん
い
ん

風
藻
で
も
「
山
中
猿
吟
断
え
、
葉
裏
蝉
音
寒
し
」
（
別
）
と
、
悲
な
る
景

物
と
し
て
詠
ま
れ
る
。
古
代
日
本
に
も
享
受
さ
れ
た
詩
の
言
葉
が
「
猿
声
」

で
あ
っ
た
。
４
も
四
六
餅
攪
文
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
漢
籍
の
影
響
を

受
け
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
水
経
注
の
如
き
漢
籍
に
お
け
る
猿
の
声
を
イ

メ
ー
ジ
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
４
Ｃ
部
分
で
「
濫

膓
」
と
し
て
い
る
の
も
長
江
上
流
の
イ
メ
ー
ジ
を
付
与
さ
せ
よ
う
と
し
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
な
ら
ば
「
こ
こ
の
邑
」
Ⅱ
「
此
の
処
」
を
「
猿
声
」
と

表
記
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
長
江
上
流
に
お
け
る
「
悲
な
る
景
」
を
重
ね

て
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

コ
コ
と
い
う
音
を
「
猿
の
声
」
と
表
記
す
る
。
す
る
と
漢
籍
の
世
界
が

重
な
っ
て
「
悲
な
る
景
」
が
広
が
る
土
地
と
な
る
。
都
か
ら
遠
く
離
れ
た

異
郷
の
風
景
で
あ
る
。
久
慈
河
の
濫
鵤
に
あ
た
る
「
コ
コ
の
邑
」
が
異
郷

で
あ
る
こ
と
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
、
「
猿
声
」
の
文
字
を
あ
え
て
Ｃ
部

分
で
使
用
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
Ｂ
部
分
で
「
魑
魅
」
の

記
述
が
あ
る
こ
と
と
矛
盾
し
な
い
。

要
す
る
に
、
４
で
は
、
Ａ
部
分
に
お
け
る
猿
の
声
と
い
う
宛
字
が
核
と

な
っ
て
、
Ｃ
部
分
に
お
い
て
異
郷
の
「
悲
な
る
景
」
を
生
み
出
し
て
い
る
。

換
言
す
れ
ば
「
猿
声
」
と
い
う
文
字
列
が
、
異
郷
と
い
う
新
た
な
景
を
生

み
出
す
。
た
だ
し
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
こ
の
景
が
、
２
で
述
べ
た

単
な
る
美
し
い
景
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
長
江
（
さ
ら
に
は
異
郷
）
の

（４）

如
き
景
を
生
み
出
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
か
つ
て
田
中
俊
江
氏
が
、
こ
の

記
事
に
神
仙
境
を
読
み
取
っ
た
の
も
首
肯
で
き
る
。
あ
る
い
は
猿
の
声
が

水
に
変
化
し
、
河
と
な
っ
た
と
い
う
幻
想
的
な
風
景
さ
え
読
み
取
れ
る
。

現
実
世
界
に
は
無
い
、
異
郷
の
風
景
、
こ
れ
を
超
越
景
（
文
字
に
よ
っ

て
作
り
出
さ
れ
る
、
実
態
と
は
異
な
る
風
景
。
異
郷
性
・
神
話
性
を
も
つ
）

と
呼
ん
で
お
く
。
文
字
の
核
は
、
漢
籍
世
界
を
引
き
込
み
、
非
現
実
的
な

異
郷
Ⅱ
超
越
景
を
生
成
さ
せ
る
。
そ
こ
に
は
漢
籍
に
通
じ
た
文
人
志
向
が

多
分
に
あ
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
音
の
核
が
導
く
共
通
語
の
世
界
と
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５
近
江
國
注
進
風
土
記
事

志
賀
山
…
〈
中
略
〉
…
誹
刑
糊
同
廣
瀬
郷
同
割
尉
湖
稲
倉
山
淺

井東長倉山帥刊洞刷・・・〈中略〉…千草原誹冊『間：．〈中

略〉…杉瀬伊賀

（中山忠親『山槐記』元暦元年（二八四）九月十五日辛丑）

５
は
元
暦
年
間
に
後
鳥
羽
天
皇
の
大
嘗
会
和
歌
に
詠
み
込
む
歌
枕
（
悠

紀
方
風
俗
歌
）
を
、
近
江
国
が
朝
廷
に
報
告
し
た
文
書
で
あ
る
。
古
風
土

記
で
は
な
い
が
、
大
嘗
祭
の
度
に
類
似
文
書
が
提
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

（５）

る
の
で
、
古
代
の
文
書
（
風
土
記
類
文
書
）
を
継
承
し
て
い
る
よ
う
だ
。

５
で
着
目
し
た
い
の
が
、
「
萬
」
の
字
を
使
用
す
る
地
名
（
ア
ー
エ
）

が
四
箇
所
も
登
場
す
る
こ
と
で
あ
る
。
大
嘗
会
和
歌
用
の
地
名
ゆ
え
に

「
萬
」
が
好
ま
れ
た
。
天
皇
の
御
代
が
萬
世
ま
で
続
く
こ
と
へ
の
祝
意
が

あ
る
。
本
文
に
は
ル
ビ
は
付
い
て
い
な
い
が
、
「
萬
」
の
字
は
、
「
ゆ
る
ぎ
」

「
ま
」
「
よ
ろ
づ
」
と
三
通
り
に
読
め
る
地
名
を
あ
げ
て
い
る
。
５
は
地
名

の
音
で
は
な
く
「
萬
」
の
字
の
持
つ
祝
意
性
だ
け
を
示
そ
う
と
し
た
文
書

で
あ
る
の
だ
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
「
緩
木
」
「
真
野
」
等
の
表
記
で
も
構

わ
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
「
萬
」
の
字
が
つ
く
祝
意
性
を
も
つ
地
名
を
伝
え

た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

は
異
な
る
景
、
す
な
わ
ち
超
越
景
が
、
文
字
の
核
に
は
存
在
す
る
。
文
字

と
い
う
グ
ロ
ー
バ
ル
な
文
化
圏
で
あ
る
か
ら
こ
そ
成
し
遂
げ
ら
れ
る
の
で

あ
ろ
う
。

で
は
、
文
字
の
核
と
音
の
核
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。
さ

ら
に
考
え
て
み
る
。

三
文
字
に
よ
る
超
越
景
１
１
散
文
と
韻
文
の
間

「
萬
」
の
字
は
、
「
よ
ろ
づ
世
」
の
語
感
か
ら
、
永
遠
に
続
く
安
定
し
た

御
代
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
。
現
実
的
に
は
命
に
限
り
あ
る
天
皇
の
御
代
が

永
遠
に
続
く
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
だ
か
ら
「
萬
」
の
字
が
つ
く
地
名
の

も
つ
永
遠
性
は
非
現
実
的
な
も
の
だ
。
そ
の
意
味
で
、
５
の
地
名
は
文
字

表
記
の
上
だ
け
の
理
想
を
示
し
た
景
、
す
わ
な
ち
超
越
景
と
言
え
る
。
「
萬
」

の
つ
く
地
名
の
祝
意
性
は
宮
中
で
も
認
め
ら
れ
、
大
嘗
会
和
歌
「
よ
る
つ

よ
の
い
つ
み
の
み
つ
を
」
（
後
鳥
羽
院
元
暦
元
年
度
大
嘗
会
和
歌
）
、

「
ち
と
り
と
も
よ
ふ
よ
る
つ
よ
の
は
ま
」
（
寿
永
元
年
度
悠
紀
方
近
江
国

屏
風
己
帖
第
二
歌
大
嘗
会
悠
紀
主
基
詠
歌
）
と
詠
ま
れ
る
。
「
よ
ろ
づ
」

音
が
大
嘗
会
和
歌
に
相
応
し
い
地
名
の
音
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ゆ
る
ぎ

ア
・
ウ
の
「
萬
木
」
の
地
名
も
大
嘗
会
和
歌
に
詠
み
込
ま
れ
る
。

６
ふ
く
風
の
え
だ
も
な
ら
さ
ぬ
君
が
よ
は
剛
刻
劉
引
剰
測
川
も
な
の
み
な

り
け
り

ゆ
る
ぎ

（
「
緩
木
」
安
徳
天
皇
寿
永
元
年
十
一
月
十
二
日
悠
紀
方
新
編
国

歌
大
観
岨
・
脱
）
ゆ
る
ぎ

と
こ
ろ
が
、
「
萬
木
」
と
い
う
地
名
は
、
「
ゆ
る
ぎ
」
と
い
う
音
か
ら
、
「
ゆ

ら
ぐ
」
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
し
ま
う
。
「
ゆ
る
ぎ
」
は
名
前
だ
け
で
、

君
が
世
は
揺
る
が
な
い
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
（６）

実
際
の
地
名
は
、
「
よ
ろ
ぎ
」
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
延
喜
式
神
名
帳
に

よ

ろ

ぎ

は
「
与
呂
伎
神
社
」
（
近
江
・
高
島
）
と
記
さ
れ
る
。
「
ゆ
る
ぎ
」
と
い
う

の
は
、
歌
世
界
に
限
ら
れ
た
言
葉
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
歌
世
界
で
は
「
ゆ

（７）

る
ぎ
の
森
」
が
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。
し
か
し
、
歌
枕
に
お
け
る
「
ゆ
る

ぎ
」
に
は
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
５
で
表
記
さ
れ
た
「
萬

木
」
と
い
う
文
字
が
も
つ
祝
意
性
と
異
な
る
。
中
央
の
人
々
が
地
方
を
表

現
す
る
場
合
、
土
地
の
優
越
性
を
示
す
必
要
が
な
い
の
で
、
マ
イ
ナ
ス
イ
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風士記の地名・音・文字

メ
ー
ジ
を
も
含
め
て
、
自
由
に
イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
た

ようだ。
大
嘗
会
和
歌
に
お
い
て
「
ゆ
る
ぎ
」
は
詠
ま
れ
る
が
、
萬
世
の
意
味
を

（８）

持
つ
「
よ
ろ
ぎ
」
が
詠
ま
れ
た
例
は
現
存
の
大
嘗
会
和
歌
に
は
見
当
た
ら

な
い
。
歌
世
界
で
は
「
萬
木
」
と
い
う
表
記
の
持
つ
祝
意
性
は
無
視
さ
れ
、

「
揺
ら
ぐ
」
意
味
が
流
通
す
る
。
「
ゆ
ら
ぐ
」
と
い
う
音
が
重
視
さ
れ
、
「
萬
」

と
い
う
字
の
意
味
は
無
化
さ
れ
る
。
こ
こ
に
歌
世
界
の
地
名
と
文
字
世
界

と
の
差
異
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

一
方
、
歌
以
外
の
散
文
で
は
「
よ
ろ
づ
」
の
意
味
が
理
解
さ
れ
る
。
例

えば、

ま
な
こ
ゐ

７
鷺
は
、
い
と
見
苦
し
◎
眼
居
な
ど
も
、
う
た
て
刺
刈
剖
訓
口
な
っ
か
し

か
ら
ね
ど
、
「
ゆ
る
ぎ
の
森
に
ひ
と
り
寝
じ
と
争
ふ
」
ら
む
、
を
か
し
。

（枕草子・「鳥は」）

と
あ
る
。
「
ゆ
る
ぎ
の
森
」
の
前
に
「
よ
ろ
づ
」
の
語
句
が
記
さ
れ
る
。
鷺
は
、

「
眼
居
」
（
目
つ
き
が
悪
く
）
、
見
苦
し
く
「
よ
ろ
づ
」
（
全
て
）
が
親
し
み

に
く
い
が
、
（
そ
の
「
よ
ろ
づ
」
で
は
な
い
が
）
「
よ
ろ
ぎ
Ⅱ
ゆ
る
ぎ
の
森
」

で
「
妻
争
い
」
す
る
の
が
、
「
を
か
し
」
と
述
べ
る
。
「
よ
ろ
づ
」
の
語
か

ら
「
よ
ろ
ぎ
」
を
経
て
「
ゆ
る
ぎ
」
に
転
換
し
て
い
る
。
そ
こ
に
も
「
を

か
し
」
の
一
因
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
、
枕
草
子

で
は
「
ゆ
る
ぎ
」
に
「
よ
ろ
づ
」
の
意
味
を
認
め
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
「
よ

よ
ろ
ぎ

ろ
づ
」
か
ら
「
萬
」
を
思
い
、
「
萬
木
」
の
地
名
へ
と
は
せ
、
「
萬
木
」
の

文
字
か
ら
「
ゆ
る
ぎ
」
に
至
る
。
「
萬
木
」
と
い
う
文
字
列
を
介
在
さ
せ

る
か
ら
こ
そ
「
ゆ
る
ぎ
」
が
登
場
す
る
。

歌
世
界
で
無
視
さ
れ
た
「
よ
ろ
ぎ
」
が
散
文
脈
で
は
復
活
し
て
い
る
。

散
文
脈
は
、
歌
世
界
と
は
異
な
り
、
文
字
に
よ
っ
て
流
通
す
る
世
界
で
あ

る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
文
字
世
界
で
は
「
よ
ろ
ぎ
」
（
萬
木
）
が
発
見
さ
れ
、

注
目
さ
れ
る
。
近
世
で
も
「
万
木
ノ
集
リ
タ
ル
森
ト
云
コ
ト
ニ
テ
万
木
卜

名
ヲ
改
ラ
レ
タ
ル
由
云
ヘ
リ
」
（
淡
海
温
故
録
。
貞
享
年
間
〔
一
六
八
四

～
一
六
八
七
頃
〕
）
と
い
う
よ
う
に
、
や
は
り
散
文
脈
で
「
萬
木
」
の
文

字
が
復
活
し
て
い
る
。
淡
海
温
故
録
も
、
近
江
と
い
う
地
方
で
編
纂
さ
れ

た
書
物
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
萬
木
」
と
い
う
文
字
列
の
も
つ
祝
意

性
は
、
地
方
か
ら
発
信
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
「
揺
ら
ぐ
」
と
い
う
音
が
も
つ
不
安
定
さ
は
、
中
央
の
歌
世
界

で
流
通
し
て
い
た
。
特
に
大
嘗
会
和
歌
を
奉
る
こ
と
は
、
都
の
歌
人
に
と
っ

て
こ
の
上
な
い
名
誉
で
あ
っ
た
。
大
嘗
会
和
歌
に
は
、
都
人
の
代
表
的
な

地
名
観
が
顕
わ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
地
方
と
中
央
と
い
う
使
用
者
の
違
い
と
、
音
と
文
字
と
い
う
世

界
の
違
い
と
に
よ
っ
て
、
地
名
の
意
味
が
異
な
っ
て
し
ま
う
現
象
が
見
ら

れ
る
。
無
論
、
地
方
が
中
央
に
発
信
す
る
の
は
文
字
で
し
か
成
し
得
な
か
っ

た
こ
と
、
中
央
で
は
歌
に
よ
っ
て
や
り
と
り
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
深
く
影

響
し
て
い
よ
う
。
だ
が
使
用
者
の
立
場
と
使
用
媒
体
に
よ
っ
て
地
名
に
対

す
る
捉
え
方
が
異
な
っ
て
い
る
の
は
面
白
い
。

そ
の
よ
う
な
中
、
地
方
が
発
信
す
る
風
土
記
は
文
字
と
音
の
世
界
を
併

用する。
８
風
土
記
に
云
ふ
。

ま
と
か
た

Ａ
的
形
の
浦
は
、
此
の
浦
の
地
形
、
的
に
似
る
。
因
り
て
名
と
爲
す
。

み
ず
の
え

今
は
已
に
渚
は
江
湖
と
化
成
る
な
り
。
天
皇
、
濱
邊
に
行
幸
す
。
歌
ひ

て日ふ。

Ｂ
ま
す
ら
を
の
猟
矢
た
ば
さ
み
向
ひ
立
ち
射
る
や

ま

と

か

た

麻
度
加
多
濱
の
さ
や
け
さ
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特集・〈音〉を書く

（
伊
勢
逸
文
「
万
葉
集
註
釈
』
巻
一
・
六
一
）

Ａ
は
地
の
文
で
地
形
を
的
の
形
で
あ
る
と
述
べ
る
。
Ｂ
は
歌
で
行
幸
時
の

ま
と
か
た

有
様
を
詠
む
。
Ｂ
の
歌
で
は
、
地
名
を
「
麻
度
加
多
」
と
一
字
一
音
で
表

（９）

記
す
る
。
Ｂ
歌
の
本
歌
に
あ
た
る
万
葉
集
六
一
番
歌
で
は
「
圓
方
」
と
表

ま
と

記
す
る
。
と
こ
ろ
が
風
土
記
の
Ａ
で
は
「
的
」
の
字
を
用
い
る
。
的
は
必

ず
し
も
円
形
で
は
な
い
。
侯
と
い
う
的
は
四
角
形
で
あ
る
。
「
的
」
字
に

ま
と

丸
い
の
意
味
は
な
い
。
ま
た
「
圓
」
に
は
「
的
」
の
意
味
は
な
い
。
Ａ
で

は
「
圓
」
字
（
万
葉
六
一
番
歌
）
で
は
な
く
「
的
」
字
を
採
用
す
る
。
と

い
う
の
も
Ｂ
の
歌
に
お
け
る
「
マ
ト
」
を
射
撃
の
的
に
限
定
さ
せ
よ
う
と

し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
的
」
の
一
文
字
を
通
じ
て
Ａ
と
Ｂ

と
は
接
点
を
持
ち
、
地
の
文
と
歌
と
が
連
動
す
る
よ
う
に
な
る
。

た
と
え
ば
、
玉
篇
に
は
「
的
、
明
見
也
」
と
す
る
。
「
的
」
字
の
も
つ

「
明
見
」
の
義
は
、
Ｂ
歌
の
「
さ
や
け
さ
」
と
互
い
に
響
き
合
っ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
、
風
土
記
Ｂ
が
万
葉
歌
と
異

な
り
、
「
射
る
や
」
と
「
や
」
に
よ
っ
て
「
射
る
」
を
強
調
し
、
「
浜
の
さ

や
け
さ
」
と
あ
え
て
「
浜
」
を
詠
み
込
ん
で
い
る
の
も
、
的
の
形
を
し
た

浜
で
の
射
撃
の
場
面
を
意
識
的
に
描
こ
う
と
し
て
い
る
も
の
と
理
解
で
き

よ
う
。
こ
の
よ
う
に
Ａ
と
Ｂ
と
が
、
射
撃
の
「
的
」
に
よ
っ
て
結
び
つ
く

と
、
マ
ト
カ
タ
の
地
が
「
的
」
の
形
を
し
た
地
形
で
あ
る
風
景
が
浮
か
び

あ
が
る
。
マ
ス
ラ
ヲ
が
的
を
射
る
、
さ
ら
に
的
形
の
地
を
マ
ス
ラ
ヲ
が
射

る
と
い
う
風
景
が
目
に
浮
か
ん
で
く
る
。
あ
た
か
も
巨
人
の
マ
ス
ラ
ヲ
が

射
る
か
の
如
き
景
で
あ
る
。
い
わ
ば
非
現
実
的
な
超
越
景
だ
。
万
葉
集
で

は
上
三
句
は
序
詞
で
あ
り
、
実
景
と
は
関
わ
ら
な
い
。
だ
が
風
土
記
で
は
、

上
三
句
が
土
地
の
風
景
を
紡
佛
と
さ
せ
、
的
の
形
を
し
た
地
形
を
創
出
し
、

下
の
句
と
緊
密
な
関
係
性
を
持
っ
て
い
る
。
風
土
記
で
は
神
の
使
用
物
が

地
名
起
源
が
作
成
さ
れ
る
方
法
は
大
き
く
分
け
て
三
通
り
考
え
ら
れ

ブ（》０
-
は
、
音
に
よ
る
も
の
で
、
意
味
を
持
た
な
い
地
名
の
音
の
中
か
ら
、

核
と
な
る
音
を
抽
出
し
て
共
通
語
化
し
て
、
そ
の
言
葉
を
中
心
に
地
名
を

説
く
形
で
あ
る
。
こ
れ
を
基
本
形
と
し
て
、
音
の
ズ
ラ
シ
、
分
解
、
挿
入

等
の
言
語
遊
戯
（
掛
詞
・
誰
式
等
）
を
通
じ
て
連
鎖
的
に
展
開
し
て
、
叙

述
を
豊
か
に
す
る
方
法
が
生
ま
れ
る
。

二
は
、
音
を
共
通
語
化
し
た
後
、
郷
土
愛
に
基
づ
き
、
そ
の
共
通
語
に

好
字
を
用
い
て
土
地
を
美
化
す
る
や
り
方
で
あ
る
。
音
に
よ
る
方
法
の
延

長
線
上
に
あ
る
。

三
は
、
宛
字
を
核
と
し
て
、
音
よ
り
も
文
字
の
意
味
を
優
先
さ
せ
る
方

法
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
当
時
の
世
界
言
語
で
あ
っ
た
漢
字
に
よ
っ
て
、

非
現
実
的
な
超
越
景
が
生
ま
れ
た
。
超
越
景
を
作
り
上
げ
る
背
景
に
は
、

そ
の
ま
ま
地
形
と
な
る
と
い
う
話
（
国
引
き
神
話
等
）
が
多
く
見
ら
れ
る

が
、
８
で
も
巨
人
が
射
た
的
が
的
形
の
地
で
あ
る
か
の
よ
う
に
語
る
の
は
、

（Ⅷ）

風
土
記
の
も
つ
神
話
性
と
同
じ
発
想
で
あ
る
。
植
垣
節
也
氏
が
８
風
土
記

に
注
し
て
「
歌
人
の
目
は
弓
を
き
り
き
り
と
引
き
絞
っ
た
若
武
者
の
幻
像
」

と
述
べ
て
い
る
の
も
頷
け
る
。

こ
の
よ
う
に
風
土
記
で
は
、
音
・
歌
世
界
と
地
方
と
を
結
び
つ
け
る
際

に
、
文
字
・
宛
字
を
使
用
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
地
方
に
超
越
景

を
出
現
さ
せ
、
地
方
の
独
自
世
界
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
。
地
方
が
地
方

の
特
性
を
中
央
に
主
張
し
よ
う
と
し
た
結
果
、
選
ば
れ
た
方
法
・
知
恵
で

あ
っ
た
よ
う
だ
。

結
地
名
起
源
の
方
法
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風土記の地名・音・文字

土
地
を
特
別
な
地
に
作
り
上
げ
よ
う
と
す
る
、
地
方
の
主
張
が
隠
さ
れ
て

いう（》Ｏ音
と
文
字
と
に
よ
る
地
名
起
源
の
作
成
方
法
が
あ
っ
た
が
、
音
に
よ
る

地
名
の
捉
え
方
・
利
用
法
は
、
中
央
の
歌
世
界
で
流
通
し
て
い
た
。
無
論

風
土
記
に
も
、
音
に
よ
る
方
法
が
多
く
用
い
ら
れ
る
。
風
土
記
が
中
央
向

き
の
報
告
書
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
中
央
好
み
の
地
名
起
源
を
作
ろ
う
と

し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
た
国
司
、
も
し
く
は
郡
司

あ
た
り
が
作
成
者
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

一
方
、
文
字
・
宛
字
に
よ
る
方
法
は
、
地
方
で
好
ま
れ
た
。
と
い
う
の

も
地
方
が
都
に
発
信
す
る
手
段
が
文
字
以
外
に
無
か
っ
た
こ
と
に
拠
ろ

う
。
加
え
て
宛
字
・
漢
字
の
も
つ
イ
メ
ー
ジ
カ
は
、
土
地
を
非
現
実
的
な

特
別
な
景
に
す
る
の
に
適
し
て
い
た
。
地
方
の
主
張
は
文
字
世
界
を
通
し

て
発
信
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
風
土
記
の
地
名
起
源
は
、
音
・
歌
世
界
（
中
央
が
好
む
）

と
、
文
字
世
界
（
地
方
が
好
む
）
と
い
う
二
つ
の
方
法
を
併
用
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
風
土
記
の
地
名
起
源
作
成
者
は
、

音
と
文
字
、
さ
ら
に
地
方
と
中
央
と
の
中
間
に
位
置
す
る
。
音
と
文
字
の

併
存
は
、
風
土
記
編
纂
者
が
置
か
れ
た
立
場
と
関
わ
ろ
う
。
編
纂
者
と
目

さ
れ
る
国
司
は
、
中
央
か
ら
地
方
に
派
遣
さ
れ
た
官
人
で
あ
り
、
郡
司
は

地
方
に
あ
り
な
が
ら
中
央
の
管
轄
を
う
け
る
官
人
、
と
い
う
立
場
で
あ
る
。

国
司
は
在
地
化
し
、
郡
司
は
中
央
化
す
る
。
地
方
・
中
央
と
は
空
間
で
は

な
く
、
立
場
の
問
題
に
な
る
。
そ
の
点
、
地
名
起
源
作
成
者
は
、
音
と
文
字
、

（Ⅲ）

地
方
と
中
央
の
中
間
に
位
置
す
る
、
中
間
者
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
中
央
．

地
方
に
通
じ
た
風
土
記
は
、
後
世
、
歌
枕
学
び
の
害
と
し
て
活
用
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。

注
（
１
）
柳
田
国
男
「
地
名
の
話
」
『
定
本
柳
田
国
男
集
第
二
十
巻
』
筑
摩

書
房
、
一
九
七
○
年
一
月

ほ

つ

え

ほ

つ

ま

（
２
）
「
最
末
枝
」
（
万
葉
集
巻
９
．
一
七
四
七
）
、
「
秀
真
国
」
（
神
武
紀

三
一
年
）
、
「
倭
客
最
も
勝
れ
た
り
」
（
伊
吉
博
徳
書
、
斉
明
紀
五
年

七
月
）
。
「
最
勝
王
經
」
（
日
本
霊
異
記
・
中
五
）
の
例
は
あ
る
が
、
「
最

勝
」
の
二
文
字
を
「
ホ
」
に
当
て
る
例
は
な
い
。

（
３
）
松
浦
友
久
二
猿
声
一
考
」
『
詩
語
の
諸
相
』
研
文
出
版
、

一
九
八
一
年
四
月

（
４
）
田
中
俊
江
「
古
々
と
猿
聲
と
此
虚
」
（
古
代
文
学
会
・
物
語
研
究

会
合
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
研
究
発
表
会
、
一
九
九
九
年
一
二
月
）
、
及

び
「
久
慈
河
の
濫
膓
は
猿
声
よ
り
出
づ
ｌ
『
常
陸
国
風
士
達
の
知

の
位
相
」
（
日
本
文
学
五
一
’
四
（
通
巻
五
八
六
）
二
○
○
二
年
四
月
）
。

（
５
）
瀧
口
泰
行
「
風
土
記
類
文
書
の
伝
来
に
つ
い
て
」
常
磐
短
期
大
学

紀
要
師
、
二
○
○
九
年
三
月

（
６
）
万
葉
に
「
相
模
道
の
余
呂
伎
」
（
Ｍ
・
三
三
七
二
）
が
見
え
る
。

和
名
抄
・
相
模
に
「
余
緩
郷
与
呂
支
」
と
あ
り
、
伊
呂
波
字
類
抄

に
「
余
綾
ユ
ル
ギ
」
と
あ
る
。
地
名
の
「
ョ
ロ
ギ
」
は
「
ユ
ル
ギ
」

に
変
化
す
る
。
相
模
の
「
ョ
ロ
ギ
」
の
地
は
、
古
今
に
「
こ
よ
る
ぎ
」

（
八
七
四
、
一
○
九
四
）
、
後
撰
に
「
こ
ゆ
る
ぎ
」
（
七
二
四
、
一
○
四
九

「
越
ゆ
る
」
を
か
け
る
）
と
あ
る
。

い

（
７
）
「
名
に
し
を
は
ば
常
は
ゆ
る
ぎ
の
森
に
し
も
い
か
で
か
鷺
の
寝
は

や
す
く
寝
る
」
（
千
載
肥
・
二
七
九
登
蓮
法
師
）
、
「
風
吹
け
ぱ

ゅ
る
ぎ
の
森
の
一
つ
松
待
乳
の
烏
の
と
ぐ
ら
な
り
け
り
」
（
好
忠
集
）
、

「
昼
よ
り
も
ゆ
る
ぎ
の
森
に
住
む
鷺
の
安
き
も
い
寝
ず
恋
ひ
明
か
し

つ
る
」
（
古
今
和
歌
六
帖
）
、
「
高
島
や
ゆ
る
ぎ
の
森
の
鷺
す
ら
も
独

り
は
寝
じ
と
争
う
も
の
を
」
（
古
今
和
歌
六
帖
、
７
枕
草
子
の
本
歌
）
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特集・〈音〉を書く

（
岨
）
『
風
土
記
逸
文
註
釈
』
翰
林
書
房
、
二
○
○
一
年
二
月

（
ｕ
）
中
間
者
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
風
土
記
が
書
く
こ
と
、
書
か
な
い

こ
と
」
（
古
代
学
研
究
所
紀
要
「
風
土
記
の
現
在
」
（
明
治
大
学
）
特

集
号
、
二
○
○
九
年
二
月
）
、
「
八
世
紀
の
文
芸
サ
イ
ク
ル
ー
地
方
か

ら
中
央
へ
」
（
美
君
夫
志
田
号
、
二
○
一
○
年
一
二
月
）
等
。

等。
（
８
）
古
今
和
歌
六
帖
に
「
よ
ろ
づ
刺
の
も
り
と
し
け
れ
ば
は
な
を
り
て

と
き
は
の
か
ざ
し
き
み
に
ま
ゐ
ら
せ
ん
」
（
二
三
二
五
）
は
あ
る
が
、

「
よ
ろ
ぎ
の
も
り
」
は
、
新
編
国
歌
大
観
に
は
見
当
た
ら
な
い
。

（
９
）
澤
潟
久
孝
「
万
葉
集
注
釈
巻
第
二
中
央
公
論
社
、
一
九
五
七

年
二
月
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